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は じ め に
ア ザ ミ ウ マ タ マ コ.パチ( 高木， 1988) は， タ マ ゴ コ パチ

科の Megaþhragma 属 の I 種である。 タ マ ゴ コ ノ Tチ 科 に

は ほ か に 害 虫 の 天 敵 と し て 有 名 な ト リ コ グ ラ マ

( Trichogra mma ) も 属している。 Megaþhragma 属 と し

て は 1993年 ま で に世界で1 2 種が記載 さ れて いるが， ま

だ 未記 載 の 種 が さ ら に 多数存在 す る と い わ れ て いる
( LOOMANS and 、 州 LENTERE"" 1995 ) 。 こ の属の寄生蜂 はい

ずれ も ア ザ ミ ウ マ 類 の 卵 に 寄生し， そ の 成 虫 は 体長 が

0. 17 �0.35 mm 程度 と き わ め て 小 さ し 体長 0.17 �

0.1 8  mm の 種 は お そ ら く昆 虫 のう ちで最小 の も の と 考

え ら れている( DOUTT and VIGGIA:-iI， 1 968) 。 実際， ア ザ ミ

ウ マ タ マ コ。パチ の成虫(図-1 ) も 体長 は0. 18 mm 程度で

あり， 肉眼では小さ な 点 に しか 見えず， 昆虫 と は認め難

い ほ ど で あ る 。 こ の よ う に 体 が 小 さ い た め ，

M egaþhragma 属 の 種 は 研究者 に さ えあ ま り認識 さ れる

こ と が な し その生態 に ついて も 知見がほ と ん ど な い状

態 に ある。 日 本で は 1 97 6 年 に 初 め て ， 筆者の一人である

高木が静岡県金谷町で採集した チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ

の卵 か ら ア ザ ミ ウ マ タ マ コ・ パ チ が羽化する こ と を 発見

し， その標本 を 広瀬が同定して Megaþhragma 属 の 1 種

である こ と がわ かった( 広瀬， 1980) 。 高木 は金谷町の チ

ャ 園 に 設置した 吸引粘着 ト ラ ッ プ で も こ の蜂 を多数捕獲

し， その後長崎県口之津町の ウ ン シ ュ ウ ミ カ ン圏内で も

同様な ト ラ ッ プ で同 じ 種の蜂 を 多数捕獲した。 しかし，

ウン シ ュ ウ ミ カ ン園 の ト ラ ッ プ で は 少数で は あるが， 明

ら か に同属の別種 も 得 ら れて おり( 広瀬， 1980 ; 高木，

1988) ， 日 本 に は ア ザ ミ ウ マ タ マ コ。 パ チ を 含 め て 少なく

と も 3種の Megaþhragma 属の蜂がいる こ と は確実であ

る。

近年， カ ン キ ツ な ど果樹の病害虫総合防|徐体系が模索

さ れて いるが， 多くの樹種で重要害虫 と なっているチ ャ

ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ に対し， 有力天敵が存在しない こ と

が問題 と なっている。 そうした 背景の な か で， ア ザ ミ ウ

マ タ マ ゴパチ に対 する興味 も 高 ま りつ つ ある よ う に 感 じ

ら れる。 そ こ で本稿では， 今後 こ の小 さ な蜂の生態調査

例が増える こ と を期待して， その採集法や寄生率の調査

法 と と も に ， 1 991 と 1 992 年 に 長崎県雲仙 山 麓 の滅農薬

栽培 チ ャ 闘 での調査か ら 得た こ の蜂の寄生に ついて の知

見 も 紹介する。

I ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパチの学名
ア ザ ミ ウ マ タ マ コ. パ チ の学名 は ， 現在 ま だ明確では な

い。 広瀬( 1980) は 当 時， こ の蜂が新穏である こ と を認

め た が， その後新種 と して の 記載 は 行わ な かった。 と こ

ろが， 1992 年 に LIN は 中国 か ら M. deflectum と いう新

種 を記載し， と の種 と ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ が同種であ

る可能性が ごく最近指摘 さ れて いる( L∞MANS and VA:-i 

LENTEREN， 1 995 ) 。 す な わ ち， 以 前 に 高 木が オ ラ ン ダ の

LOO"IANS に 送った 標本( チ ャ 園設置 の 吸 引 粘着 ト ラ ッ プ

で採集した Megaþhragma 属 の 標本 で， 複数種 を含 む ) を

コ パチ の分類学者である POLASZEK に 見 せ た と こ ろ， 彼か

ら その中の l 種がお そ ら く M . deflectum と 同種である

旨の私信 を 得た と いう( L∞"IANS and 、 AN LENTEREr\， 

1995 ) 。しかし， 広瀬が最近 ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ の手元

の標本 と LIN(1 992) の原記載 と を 照合した と こ ろ， 形態

は き わ め て よ く似 て いる も の の ， 前麹の縁毛の数が大 き

\ 
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く 違 う ( ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパチ は 25 本で M. deflectum 

は 33 本) こ と が明 ら か に な っ た 。 ま た ， こ れ ま で採集 さ

れた ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパチ の成虫 は ほ と ん ど雌で， こ の

蜂 は産雌単性生殖 (thelytoky) を 行 う と 考 え ら れ る が，

M. deflectum は 雄 も 普 通 に 得 ら れ る よ う で (LIN ，

1992) ， こ の種 は通常， 産雄単性生殖 (arrhenotoky) を

行 う も の と 考 え ら れ る 。 単性生殖の タ イ プの違い は必ず

し も 種の違い を証拠立て る も の で は な い が， 現状では両

者 を 同種 と は認め難 い。

E 峰の調査地の選択

ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ の生息 を確認す る た め に は 吸引

粘着 ト ラ ッ プに よ る 調査 を行 え ば よ い が， 峰の生態や寄

生率 を調査す る た め に は チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の寄主

植物の棄 を採集 し て ， 生 き た状態の蜂 を入手す る 必要が

あ る 。 こ れ ま で の と こ ろ ， 日 本で Mega，ρhragma 属の 成

虫 の 羽化 が確認 さ れ た 植物 は チ ャ (広瀬， 1980 ; 高木，

1988) と ク ワ (高木， 1988) だ け で あ る 。 ま た ， こ の蜂

は化学薬剤 に対す る 感受性が高 い よ う で， 慣行の農薬防

表 ー 1 チ ャ 新楠での チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の産卵数 と ア ザ ミ ウ
マ タ マ ゴパチ に よ る 寄生率

第 5 葉

調査卵数 I ü I � I � I � I � 
寄生率・ 3 . 8 I 2 1 . 1  I 36 . 0  I 53 . 3  I 77 . 8  

・ : 寄生率 (%) = 脱出 口 の な い彼等生卵数 x 100/ (調査卵数ー 寄生
峰の脱出 口 の あ る 卵数) . 各業位 10 枚ずつ の合計で算出 し た .

除が行わ れて い る チ ャ 圏 や 果樹園 で は ほ と ん ど採集 さ れ

な い 。 し た が っ て ， 理想的 に は無農薬栽培の チ ャ 園で ま

ず採集 を 試み る の が よ い が， 筆者 ら が調査 し た 雲仙 の チ

ャ 園 は 慣行 の 1/3"'1/4 の 薬 剤 使 用 量 で あ っ た こ と か

ら ， 完全な無防除園でな く て も 滅農薬栽培園 で あ れ ば，

ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ は 生息 で き る も の と 考 え ら れ る 。

皿 被寄生卵の採集法

ア ザ ミ ウ マ の 卵 は 葉 の 組織 内 に 産 み 込 ま れ て い る た

め ， 採集す る 際 は 葉 を切 り 取 り ， 乾燥 し な い よ う に ピニ

ル袋 に入れて 持 ち 帰 る 。 後述す る 理由 で， 寄主 の ア ザ ミ

ウ マ が盛 ん に 産卵す る 新梢部で は な し や や硬化 し た 葉

に被寄生卵が多 く 存在す る こ と が あ る 。 そ こ で， 枝の先

端部 20 cm 程度 を そ の ま ま 切 り 取 る と よ い。 特 に ， 初 め

て の調査地 で は い ろ い ろ な硬化程度 の 葉 を混ぜて 採 り ，

どの葉位 に被寄生卵が多 く 分布す る か を把握 し た ほ う が

よ い だ ろ う 。 一例 と し て ， 1991 年 1 1 月 10 日 に 採集 し た

新梢部の卵 に対す る 蜂の寄生率 を葉位別 に 調 べ た 結果 を

表一l に 示 し た 。 こ の調査で は ， 蜂 の 寄生率 は 下位 の 葉 ほ

ど高か っ た 。

W 寄生率の調査

チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の 卵 は 肉 眼 で は 見 え な い の

で， 観察 は 実体顕微鏡下で行 う 。 産 ま れた 卵 は卵体の大

部分が植物組織内 に あ る た め ， 落射照 明 で は 観察が困難

であ る 。 暗視野透過照明 を使用 す る と ， 卵 の あ る 部分が

長径 0 . 2 mm ほ ど の だ 円 形 の 白 色 ス ポ ッ ト と し て 見 え

る 。 卵 は葉の表裏両面か ら 産 み つ げ ら れ る た め ， 葉 の両

面 を観察す る 必要 があ る 。 図

1 . 平面図 O O Ð 
2 に 示 し た よ う に ， 寄生の 有

無 は卵 の形状か ら 判別 で き ，

既 に 寄主がふ化 し た 後 (c-l)

か あ る い は 蜂 が 羽 化 し た 後

(d-1 ) の卵 に つ い て も ， 脱出

孔の大 き さ と 形状か ら ど ち ら

が 出 た の か を判断す る こ と が

で き る 。 蜂の寄生率の調査で

2 . 側面 図

3. 発育が進
ん だ卵 の
平面 図

でき です 〈す
む …) は ， 卵 の状態 を 次 の 四 つ の場

合 に 類別 し て そ れぞ れ の 数 を

数 え る 。

a .i、 化 前 の 健 全 ( 未 寄

生) 卵

だ 円 形 に 見 え る 卵 の 輪郭内

図 - 2 チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ卵 の， 形状や脱出 口 の大 き さ に よ る ， ア ザ ミ ウ
マ タ マ ゴパチの寄生の有無 の見分 け方

に 長 径 の 1/4"'1/5 ほ ど の 円

形 あ る い は だ 円形の ス ポ ッ ト
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が見 え る (a-1) 。 落射照明 と 組み合わせ て観察す る と ，

内側に 見 え る 小型の ス ポ ッ ト は葉組織 に産み込 ま れた卵

の一部が露出 し た 部分で あ る こ と がわ か る 。 葉 を切 り 裂

い て 断裂面 に卵が露出 す る よ う に し， 卵 を横か ら 観察す

る と ， 健全卵 に は突起状 の部分が あ り ， そ こ が葉表面 に

達 し て 小型 の ス ポ ッ ト に な っ て い る の がわ か る (a-2) 。

卵 内 の匪発生が進む と 小型 ス ポ ッ ト の周辺 に臨の複眼が

赤 く 透 け て 見 え る よ う に な る (a-3) 。

b 蜂が羽化 す る 前の被害生卵

寄主卵 の輪郭 内 の 小型 ス ポ ッ ト は き わ め て 小 さ く な る

(b-l )  0 a と 同様の方法で卵 を側方か ら 観察す る と ， 健全

卵で見 ら れた 突起部分 は な く な り ， 突起が あ っ た 部分の

空隙が収縮 し た た め卵全体が葉 内 に 封入 さ れた状態 に な

っ て い る の がわ か る (b-2) 。 卵 内 の蜂の発育が進んだ状

態 で は ， 煽の複眼， 口 器及 び煽化便が黒 く 透 け て 見 え る

(b-3) 。

c 寄主がふ化 し た 後の卵

卵が葉表面 に 露 出 し て い た 部分 に ， 細長 い 裂 け 目 の よ

う な孔が聞 い て い る (c-l ) 。 葉 の 表面か ら 産下 さ れた寄

主卵の場合 に は， 孔の周縁部 の 葉組織が盛 り 上が り ， 破

れた卵殻が孔 を 塞 ぐ よ う に 突 出 し て い る 場合が多 い。 側

面か ら 見 る と ， 卵殻が収縮 し て い る の がわ か る (c-2) 。

d 障が羽化 し た 後の卵

だ 円 形 の 卵 の 輪郭 内 に 直径 が寄 主 卵 の 長 径 の 1/2�

1/3 の 円形の 孔が開 い て い る (d-l ) 。 脱出孔の形が真 円 に

近 く ， 周 囲 に 明確 な 噛 み痕が認 め ら れ る こ と ， 孔径が大

き い こ と な どか ら ， 幼虫 の脱出孔 と は っ き り 見分 け がつ

く 。 ま た ， 側面か ら 見 る と ， 卵 の存在 し た部分がそ の ま

ま の形で空隙 と し て残 っ て い る (d-2) 点 で寄主 の ふ化 し

た後の卵 と 区別 で き る 。

以上の 四 つ の場合 に 属 す る 卵 の 数 を 数 え ， b と d の和

を 全調査卵数で割 る こ と に よ っ て 寄生率が求 め ら れ る 。

V 蜂成 虫の羽化調査法

採集 し た 葉か ら 蜂成虫 を羽化 さ せ る に は， 次 の よ う に

し て葉 を保存す る と よ い。 採集 し た 新梢部の 葉 を l 枚ず

つ検鏡 し ， 脱出孔の な い被寄生卵 を 含 む 葉 を 選ぶ。 そ れ

ら の葉の表面か ら 汚れや微小昆虫 を 取 り 除 き ， 小型チ ャ

ッ ク 付 き ピ ニ ル袋 ( ユ ニ パ ッ ク TM 生産 日 本社製， 100 

mm X 70 mm) に封入す る 。 潜葉性昆虫 の卵 や幼虫 も 丹

念 に 除去す る 。 保存の途中 で葉が褐変す る と 被寄生卵 内

の蜂 も 死亡す る の で， な る べ く 緑色 を保つ よ う に す る 。

葉が乾燥 し て も 湿潤過 ぎ て も 保 ち が悪 い の で， 3�4 枚 を

1 袋 に 入 れ る く ら い が ち ょ う ど よ い 。 光 が よ く 当 た る ほ

う が枯死す る 葉が少 な い の で， 相互遮蔽が少 な い よ う に
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葉 を 立 て て 並べ， 長 日 あ る い は 全明条件の恒温器 内 (20

�250C) に 入れ る 。 封入後， 葉か ら 蒸発 し た 水が袋の表

面 に結露 し た 場合 に は， 事ヨ紙で吸い取 る 。

蜂の 限点が既 に現れて い る 場合 に は ， 毎 日 観察 し て 羽

化 を 確認す る 必要が あ る 。 成虫の生存期間 は 250Cで 1 日

以下 と き わ め て 短 い の で， 毎 日 観察 す る と 約半数の個体

が死亡 し た状態で発見 さ れ る 。 蜂の成虫 に は正の走光性

があ る た め ， 羽化後 は 葉 を 離 れ て 袋の壁面上部 に 移動 し

て い る こ と が多 い 。 そ こ で， 羽化個体 を 確認す る た め に

は袋 ご と 顕微鏡の透過架台 に乗せ， 微小 な黒点、 を す べ て

観察 し て い く 。 そ れで も 羽化成虫 を す べ て 検出 で き る と

は 限 ら な い の で， 別 に 葉 内 の 卵 を 観察 し て脱出孔の有無

を調べた ほ う が よ い。 卵 の状態 の 変化 を 毎 日 観察 す る た

め に は ， 封入前 に葉の表面 に フ ェ ル ト ペ ン で卵 の位置 を

マ ー ク し て お く と 効率が よ い 。

刊 婚の発育所要期 間

ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ の 累代飼育法 は ま だ確立 さ れて

い な い の で， 蜂の発育所要 日 数 を正確 に 決 め る こ と は で

き な い が， 葉の採集 か ら 成虫 の羽化が見 ら れ る ま での期

間 に よ っ て お お よ そ の と こ ろ を 知 る こ と がで き る 。 表-2

は 1991 年 の 7 月 か ら 1 1 月 の 各 月 に 葉 を 採集 し て 250C

の恒温器 に保存 し た 場合 に ， 採集か ら 羽化が見 ら れ る ま

で に 要 し た 日 数の頻度分布 を 5 日 単位で示 し た も の で あ

る 。 採集か ら 羽化 ま での期間 は採集 し た 時期 に よ っ て 異

な っ た が， 7 月 と 9 月 に採集 し た 葉か ら は 20 日 以上 を 要

し て 羽化す る 個体が見 ら れ， ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ の卵

か ら 成虫 ま での発育所要期間 は タ マ ゴ コ パチ 科 と し て は

異例 に 長 い こ と がわ か っ た 。 し た が っ て ， こ の蜂 の 野外

での世代数 は比較的少 な い も の と 考 え ら れ る 。 そ れ に 加

え て ， 成虫の生存期聞が極端 に 短 い こ と か ら ， 野外で世

代が重 な り 合 う こ と は あ ま り な い と 推察 さ れ る 。

採集か ら 羽化 ま での期聞が季節 に よ っ て 異 な る の は，

野外 に お け る 成虫の産卵の ピ ー ク と 葉 を採集 し た 時期 の

差 を 反映 し た も の と 恩わ れ る 。 そ こ で， 採集か ら 羽化 ま

での期聞か ら 蜂の産卵活動 の あ っ た 時期 を推定で き る 。

例 え ば， 表ー2 で 7 月 と 8 月 に 採集 さ れ た 個体 は 同 じ 世

代 に 属 し ， 7 月 の採集 は 蜂 の 産卵 ピ ー ク の直後であ っ た

も の と 考 え ら れ る 。 同様 に ， 9�1 1 月 に採集 さ れ た 個体

は 同 じ世代 で あ っ た と 推察 さ れ る 。

四 勝の分散能力

ア ザ ミ ウ マ タ マ コ・パ チ の よ う な微小昆虫が ど の程度分

散力 を 有す る か は興味 あ る 問題であ る 。 そ こ で， 蜂の寄

生 の 圏 内 分布 を 調べ る た め に ， 1992 年 の 6�8 月 に チ ャ
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圏 内 の 互 い に 30�50 m ほ ど 離 れ た 4

か所か ら 毎月 葉 を 100 枚ずつ採集 し て

蜂の寄生率 を調べた (表-3) 。 調査園で

は 年 に 3 回 の収穫 を 行 っ て い る と 聞 い

た が， 2 回 目 と 3 回 目 の収穫で は 全国

の新葉 を一斉 に 刈 り 取 る の で は な く ，

部分的 に 収穫 し て い る よ う であ っ た 。

調査地点 の 1 と 2 で は 7 月 上旬 に ， ま

た 調査地点 3 で は 8 月 上句 に 刈 り 取 り

表 - 2 チ ャ 園での ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパチ の採集か ら 羽化 ま での 回 数の頻度分布 (%)

採集期 日 調査卵数' 0�5 日 6�10 日 1 1�15 日 16�20 日 21 日 以上

7 月 21 日 22 。 。 9 46 45 
8 月 5 日 29 10 52 35 3 。
9 月 25 日 68 3 10 59 25 3 

10 月 19 日 50 14 40 42 4 。
11 月 20 日 44 18 52 23 7 。
. . 採集時に脱出孔のな い被寄生卵 の み を鶏査対象 と し， 蜂の死 ご も り 卵 は除外 し た .

が行わ れた。 ま た ， 調査地点 4 は 5 月 中句 に収穫 さ れた

後， 夏期 に は刈 り 取 り が行わ れ な か っ た 。

刈 り 取 り が行わ れ る と 樹冠部の新 し く 展開 し た部分 は

ほ と ん ど消失す る の で， 刈 り 取 ら れた 一帯では蜂 は局所

的 な絶滅状態 に な る と 考 え ら れ る 。 例 え ば， 7 月 21 日 の

採集 で は ， 調査地点 1 と 2 で は 新梢が全 く な い状態であ

り ， 8 月 22 日 に は 調査地点 3 が そ の よ う な状態 で あ っ

た 。 そ こ で， あ る 地点の刈 り 取 り の 前後での寄生率の変

化 を 調べ る と ， 絶滅後 ど の く ら い早 く 蜂の再侵入が起 こ

っ た か を推定す る こ と がで き る 。

各調査地点 の寄生率 は 表-3 に 示 し た と お り で あ る 。 6

月 の採集 で は い ずれの地点で も 寄生率が低か っ た が， 7 

月 上旬 に 刈 り 取 り がな か っ た 地点 で は 寄生率がそ の後上

昇 し た 。 地点 1 と 2 で は刈 り 取 り の た め 7 月 21 日 に 調

査対象 と な る 寄主の卵が全 く な か っ た 。 し か し ， 8 月 に

再び新梢が展開 し た 後 で は ， そ こ に産み付 け ら れた 寄主

卵 に 既 に 30�40% の 寄生が認め ら れた 。 こ の 聞 に蜂が経

過 し た 世代 は 1 世代 だ け と 推定 さ れ る の で， 8 月 の寄生

は 少 な く と も 30 m 離れた 別 の 地点 か ら 移入 し た 個体 に

よ る も の と 考 え ら れ る 。 し た が っ て ， こ の微小 な蜂の成

虫 は短い生存期間 に 意外 に 長 い距離 を 移動 し ， 短期間 に

分布域 を拡大で き る こ と が示唆 さ れた 。

お わ り に ( 崎の天敵 と し て の利用 の可能性)

ア ザ ミ ウ マ タ マ ゴパ チ の 寄生率 は ， 1992 年 6 月 の調査

に お い て ， 高 い地点、で も 10%程度 で あ り (表-3) ， 春か ら

初夏 に蜂の寄生率が低 く 推移す る 傾向 は他の年の調査で

も 認 め ら れた の で， こ の傾向 は本種の一般的な特徴であ

ろ う 。 こ の 原因 と し て は， 蜂の発育所要 日 数が寄主 の そ

れ に 比べ で は る か に 長 い た め ， 初夏 に お け る 寄主の急速

な増殖に蜂の寄生が追 い つ げ な い こ と が考 え ら れ る 。 ま

た ， 不十分 な デー タ か ら で は あ る が， 蜂の越冬世代 の活

動開始期が寄主 の そ れに比べて遅い こ と や， 冬期 に蜂の

生存率が低 く ， 春 ま で生存す る 個体数が著 し く 少 な い こ

と も 示唆 さ れて い る 。 チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ の天敵 と

表 - 3 チ ャ 圏内各地点の新梢部第 5�7 葉での寄生率

採集期 日
| 寄生率・ ( ) 内 は調査卵数

地点 1 1 地点 2 1 地点 3 1 地点 4

6 月 19 日 1 1 1 . 3 (256) 1 4 . 6  (302) 1 3 . 2  (281) 1 10 . 4  ( 163) 
7 月 21 日 | ー | ー 1 44 . 2 (344) 1 28 . 3  (451)  
8 月 22 日 1 27 . 9 (366) 1 40 . 0  ( 195) 1 1 51 . 3  (27η 

. . 寄生率 (%) = 脱 出 口 の な い被寄生卵数 x 100/ (調査卵数 一 寄生
蜂の脱出 口 の あ る 卵数) . ー は新橋部が刈 り 取 ら れて 存在 し な か っ た
た め調査不能であ っ た こ と を示す.

し て は， 初夏の加害 を抑制す る 能力 が ま ず期待 さ れ る た

め ， 峰の寄生率が そ の 時期 に 低 い こ と は 不都合 な 条件 と

い わ ざ る を 得 な い。 生活史の 向調性 を 高 め る 手段 と し て

は， 春期の接種的放飼が考 え ら れ る が， そ の た め に は蜂

の大量増殖の必要があ り ， 蜂 の放飼 を 実 用 的 な 技術 に す

る ま で に は時聞 を 要す る だ ろ う 。

夏 か ら 秋 に か け て は 蜂 の 寄生 率 が 40�50% に 上 昇

し， 蜂の寄生 は こ の 時期 の 寄主密度 を 制御す る 働 き を し

て い る も の と 恩わ れ る 。 圏 内 に チ ャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ

の有力 な 寄生性天敵が ほ か に 全 く い な い 現状 を 考 え れ

ば， こ の よ う に一定の 自 然制御効果 を有す る こ の蜂 を で

き る だ げ有効 に利用 す る 方策 を 将来 に わ た っ て 考 え て い

く 必要があ る 。 そ の 際， 例 え ば， 峰 を保護す る た め に 園

の一部 を刈 り 取 ら ず に 残す な ど， 耕種的 な面 も 考慮 し た

管理が必要 で あ る 。 ま た ， こ の蜂 は農薬 に 弱 い た め ， 他

の害虫 を対象 と し た も の を 含 め ， 農薬の使用量や散布回

数 を 総体的 に 減 ら す努力 も 不可欠 に な る だ ろ う 。
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